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�

ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
に�

�

気
を
つ
け
よ
う

皆
さ
ん
、
職
業
は
正
規
職
と
非
正

規
職
に
分
か
れ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
学
生
で
あ
れ
ば
バ
イ

ト
、
主
婦
で
あ
れ
ば
パ
ー
ト
、
そ
の

ほ
か
派
遣
や
契
約
社
員
、
自
営
業
や

自
営
業
の
手
伝
い
も
、
非
正
規
職
に

含
ま
れ
ま
す
。
正
規
職
は
給
与
水
準

が
良
く
、
雇
用
は
安
定
し
、
職
場
の

意
思
決
定
を
す
る
会
議
に
多
か
れ
少

な
か
れ
加
わ
る
こ
と
が
で
き
、
社
会

保
険
や
福
利
厚
生
も
充
実
し
て
い
ま

す
。
定
年
退
職
ま
で
務
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
正
規
職
で
す
。
非
正
規

の
良
い
と
こ
ろ
は
、
働
く
時
間
が
柔

軟
な
こ
と
で
す
。
子
育
て
介
護
、
あ

る
い
は
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
し
た

い
時
、
非
正
規
職
は
短
時
間
の
み
働

い
た
り
、
１
週
間
の
う
ち
２
～
３
日

の
み
働
い
た
り
と
、
正
社
員
の
よ
う

に
長
時
間
を
拘
束
さ
れ
な
い
働
き
方

で
す
。

し
か
し
、
非
正
規
職
は
正
社
員
と

比
べ
不
利
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
の
な
か
に
は

バ
イ
ト
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
近
年
、「
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ

ト
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
よ
う

に
、
バ
イ
ト
先
で
大
変
な
目
に
あ
っ

て
も
泣
き
寝
入
り
を
し
て
い
る
若
い

人
も
多
く
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
知
っ

て
頂
き
た
い
の
は
、
法
律
は
皆
さ
ん

を
守
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
制
度
を
知
ら
ず
に
本
来

従
わ
な
く
て
も
良
い
命
令
に
従
っ
た

り
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
て
も
職
場

の
上
司
が
怖
い
の
で
言
わ
れ
た
通
り

に
し
た
り
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
後
を

た
ち
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
等
の
バ
イ

ト
先
で
ノ
ル
マ
が
達
成
で
き
れ
ば
な

け
れ
ば
買
い
取
る
よ
う
言
わ
れ
た

り
、
レ
ジ
の
計
算
が
合
わ
な
け
れ
ば

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
り
、
大
学

の
試
験
が
あ
る
か
ら
バ
イ
ト
を
休
み

た
い
の
に
休
ま
せ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
り
、
就
活
で
辞
め
た
い
の
に
辞
め

さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
り
、
繁
忙

期
に
は
休
み
時
間
も
ろ
く
ろ
く
と
ら

ず
長
時
間
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
り
（
そ
の
上
割
増
賃
金
も
で

な
か
っ
た
り
）。
こ
れ
ら
は
全
て
違

法
行
為
で
あ
り
、
従
う
必
要
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
に
は
ぜ
ひ
労
働
基
準
法
等

の
基
本
的
な
労
働
法
規
で
何
が
定
め

ら
れ
て
い
る
か
を
学
ん
で
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
と
は
言
っ
て
も
、
い

き
な
り
労
働
法
の
専
門
書
を
読
む
の

は
大
変
で
す
の
で
、
社
会
保
険
労
務

士
試
験
の
参
考
書
を
買
っ
て
読
ん
で

み
る
こ
と
を
お
薦
め
し
ま
す
。
大
き

な
本
屋
に
行
け
ば
、
必
ず
資
格
取
得

用
の
専
門
コ
ー
ナ
ー
に
置
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
参
考
書
は
ど
れ
も

勉
強
し
や
す
い
よ
う
に
要
点
を
整
理

し
た
も
の
で
す
の
で
、
初
め
て
学
ぶ

人
に
と
っ
て
は
う
っ
て
つ
け
で
す
。

興
味
が
わ
け
ば
、
そ
の
ま
ま
毎
年
１

回
あ
る
試
験
を
受
験
し
て
み
る
の
も

良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
本
学
杉
本
キ
ャ
ン
パ
ス
の

学
生
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
１
Ｆ
に
は

「
学
生
な
ん
で
も
相
談
室
」が
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
学
の
外
で
以

上
の
よ
う
な
困
っ
た
こ
と
が
起
き
た

場
合
で
も
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
必
ず

相
談
す
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
大

学
は
皆
さ
ん
を
守
り
ま
す
。

�

非
正
規
の
賃
金
は
低
く�

�

社
会
保
険
は
不
利
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労働と人権6
は
会
社
と
折
半
し
、
非
正
規
職
は
自

分
の
み
が
支
払
う
の
で
す
か
ら
、
当

然
、保
険
料
は
正
社
員
の
方
が
安
く
、

そ
の
差
は
家
族
が
増
え
る
ほ
ど
大
き

く
な
り
ま
す
。
特
に
国
民
健
康
保
険

は
市
町
村
が
運
営
し
て
い
る
た
め
、

財
政
状
況
の
厳
し
い
市
町
村
ほ
ど
保

険
料
が
高
額
で
す
。
関
西
で
は
全
国

的
に
見
て
も
国
民
健
康
保
険
料
が
高

い
自
治
体
が
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
調
べ
て
み
ま
し
ょ

う
。
さ
ら
に
、
年
金
の
場
合
、
会
社

も
保
険
料
を
支
払
っ
て
く
れ
て
い
ま

す
か
ら
、
高
齢
者
に
な
っ
た
場
合
に

受
け
取
る
年
金
額
も
大
き
な
差
が
生

じ
ま
す
。
日
本
の
社
会
保
険
は
国
民

す
べ
て
に
平
等
に
で
き
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
点
に
ぜ
ひ
皆
さ
ん

注
意
し
て
下
さ
い
。
こ
れ
を
知
ら
ず

に
社
会
人
に
な
る
と
、
将
来
、
大
き

な
損
を
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な

ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
か
知
り
た
い
皆
さ
ん
、
社
会
保

障
や
福
祉
の
授
業
を
と
っ
て
勉
強
し

ま
し
ょ
う
。

�

「
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
」
と
い
う

よ
り「
す
べ
り
台
」

非
正
規
職
が
不
利
な
の
は
、
賃
金

た
だ
、
バ
イ
ト
や
派
遣
等
の
非
正

規
職
が
不
利
な
の
は
、
こ
う
し
た
違

法
行
為
の
た
め
の
み
で
な
く
、
制
度

上
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
例
は
賃
金
で

す
。
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
は
短
時
間
労

働
ば
か
り
で
な
く
、
正
社
員
と
同
じ

時
間
働
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
同

じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
正
社
員
よ
り
も
給
与
が
低
い
と

い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
は
、
同
じ
仕
事
で
あ
れ

ば
同
じ
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
を
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
と
呼
び
ま
す
が
、
実
態
と
し
て

は
こ
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
非
正
規
職
の
社
会
保
険

は
正
社
員
の
そ
れ
に
比
べ
非
常
に

不
利
に
で
き
て
い
ま
す
。
通
常
、
正

社
員
は
年
金
と
し
て
厚
生
年
金
に
加

入
し
、
医
療
保
険
と
し
て
は
大
企
業

の
場
合
は
組
合
の
健
康
保
険
に
加
入

し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
保
険
料
は
会
社

と
折
半
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
非
正

規
職
は
こ
れ
ら
の
保
険
に
加
入
す
る

が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
、
年
金

と
し
て
は
国
民
年
金
、
医
療
保
険
と

し
て
は
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
ま

す
。
こ
れ
ら
の
保
険
料
は
自
分
の
み

が
支
払
い
ま
す
。
正
社
員
の
保
険
料

や
社
会
保
険
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
正
規
職
の
よ
う
に
は
職
場
の
意

思
決
定
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
し
、
通
勤
手
当
や
家
族
手
当
等
の

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
も
多
い

で
す
。
こ
れ
ら
の
手
当
の
有
無
は
意

外
と
大
き
い
の
で
、
社
会
人
に
な
っ

て
求
職
が
必
要
な
場
合
に
は
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
住
宅
手
当
も

あ
り
ま
せ
ん
。
首
都
圏
の
家
賃
は
大

変
高
い
で
す
の
で
、
住
宅
手
当
が
な

い
と
家
計
の
負
担
は
大
変
大
き
く
な

り
ま
す
。
派
遣
の
場
合
、
社
員
寮
等

に
住
め
ば
、
家
賃
が
少
な
く
会
社
や

工
場
に
も
近
い
の
で
便
利
な
の
で
す

が
、一
旦
経
済
が
不
況
に
転
じ
れ
ば
、

派
遣
止
め
と
な
り
職
を
失
う
と
同
時

に
、
社
員
寮
か
ら
も
追
い
出
さ
れ
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
ホ
ー
ム
レ
ス
状

態
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
２
０
０
８
～
０
９
年
の
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
際
に
は
、
そ
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
が
日
本
国
中
に
溢
れ
ま

し
た
。

か
つ
て
日
本
政
府
は
、
失
業
や
貧

困
に
陥
っ
た
場
合
で
も
、
制
度
が
そ

の
人
の
生
活
を
支
え
、
さ
ら
に
飛
躍

す
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
と
い
う

意
味
で
、「
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
型
社
会
」

の
構
築
を
目
指
す
と
う
た
い
ま
し

た
。
実
際
、
努
力
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
日
本
の
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
は

ま
だ
穴
が
開
い
た
状
態
と
言
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
財
政
状
況
が
厳
し
い

中
、
ど
の
よ
う
な
政
策
が
有
効
な
の

か
、
ぜ
ひ
大
学
で
学
び
、
考
え
て
欲

し
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
若
者
が

直
面
す
る
厳
し
い
現
状
を
知
る
た
め

に
、
藤
田
孝
典
『
貧
困
世
代
：
社
会

の
監
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
若
者
た

ち
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
２
０
１
６

年
）、
湯
浅
誠
『
反
貧
困　

︱
「
す
べ

り
台
社
会
」
か
ら
の
脱
出
』（
岩
波
新

書
、
２
０
０
８
年
）
の
2
冊
を
お
薦

め
し
ま
す
。
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労
働
と
人
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Chapter 6
�

は
じ
め
に

開
発
途
上
国
に
お
け
る
貧
困
問
題

は
、
農
業
が
膨
大
に
抱
え
る
労
働
力

の
問
題
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
あ
る
国
の
農
業
・
農
村
部
門
の

過
剰
な
労
働
力
は
、
そ
の
国
の
賃
金

水
準
を
低
い
水
準
に
停
滞
さ
せ
、
貧

困
問
題
を
生
む
原
因
の
一
つ
と
な

る
。
狭
小
な
耕
地
に
多
く
の
人
口
を

抱
え
る
典
型
的
ア
ジ
ア
型
農
業
に
食

料
供
給
を
依
存
し
て
き
た
中
国
は
、

改
革
開
放
政
策
の
採
用
以
後
、
大
き

く
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
上
昇
し
て

お
り
、
現
在
、
米
国
と
並
ん
で
世
界

経
済
の
推
進
役
と
な
っ
て
い
る
。
本

論
で
は
、「
高
度
成
長
期
」の
日
本
と

中
国
の
農
業
賃
金
の
動
向
の
比
較
を

通
じ
て
、
中
国
の
農
村
部
の
貧
困
は

解
消
に
向
か
っ
て
い
る
か
否
か
を
確

認
す
る
。

�

分
析
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と

�

農
業
就
業
者
の
比
較

ま
ず
、
中
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ

Ｐ
の
推
移
、
農
業
の
就
業
者
比
率
及

び
就
業
者
数
を
日
本
と
比
較
す
る
こ

と
で
、
戦
後
の
中
国
の
経
済
発
展
の

局
面
の
変
化
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

図
1
は
戦
後
期
の
中
国
と
日
本
の
人

口
一
人
当
た
り
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
示
し

て
い
る
。
２
０
１
０
年
代
の
中
国
の

一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
同
時
期
の

日
本
の
水
準
を
大
き
く
下
回
っ
て
お

り
、
概
ね
、
日
本
の
１
９
６
０
年
代

後
半
か
ら
１
９
７
０
年
代
前
半
の
時

期
の
水
準
に
等
し
い
こ
と
を
確
認
出

来
る
。

中
国
と
日
本
の
全
就
業
者
に
占

め
る
農
業
就
業
者
の
比
率
を
示
し

た
の
が
表
1
で
あ
る
。
中
国
の
就
業

者
比
率
は
１
９
５
０
年
代
後
半
か
ら

２
０
１
０
年
代
に
か
け
て
大
き
く
低

下
し
て
い
る
が
、
２
０
１
３
年
の
日

本
と
比
較
す
る
と
、
依
然
と
し
て
日

本
を
大
き
く
上
回
る
値
と
な
っ
て
い

る
。
中
国
の
２
０
１
３
年
の
比
率
は

１
９
６
０
年
前
後
の
日
本
に
近
い
値

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
農
業

就
業
者
数
は
２
０
１
３
年
の
時
点
で

約
2
億
４
０
０
０
万
人
と
な
っ
て
お

り
膨
大
な
農
業
労
働
者
が
存
在
す
る

状
況
と
な
っ
て
い
る

１
。

農
業
の
就
業
者
に
は
兼
業
や
出
稼

ぎ
を
行
っ
て
い
る
労
働
者
を
含
ん
で

お
り
、
そ
れ
ら
が
、
主
に
非
農
業
の

生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
る
場
合
、

正
確
な
農
業
の
就
業
比
率
を
計
測
す

る
の
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。
そ
こ

で
、
中
国
の
公
式
統
計
に
基
づ
く
表

1
の
推
計
結
果

は
、
出
稼
ぎ
や
兼

業
を
考
慮
し
て

い
な
い
極
端
な

ケ
ー
ス
と
考
え

て
み
る
。
国
家

統
計
局
に
よ
れ

ば
、
２
０
１
３

年
の
中
国
の
出

稼
ぎ
労
働
者
数

は
平
均
し
て
約

1
億
７
０
０
０
万

人
で
あ
る

２
。
農

業
部
門
が
殆
ど
の

出
稼
ぎ
労
働
者
を

排
出
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
年
間
を

通
じ
て
殆
ど
農
業

に
従
事
し
て
い
な

い
と
仮
定
す
れ

ば
、
２
０
１
３
年
の
中
国
の
農
業
就

業
者
数
は
約
７
０
０
０
万
人
ま
で
低

下
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の

農
業
就
業
者
比
率
は
10
％
前
後
と
な

り
、
１
９
８
０
年
頃
の
日
本
の
農
業

就
業
者
比
率
と
等
し
い
値
と
な
る
。

実
際
の
中
国
の
農
業
就
業
者
比
率

は
、
双
方
の
推
計
値
の
中
間
で
あ
る

１
９
７
０
年
前
後
の
日
本
の
比
率
と

同
じ
く
ら
い
の
水
準
に
あ
る
と
考
え

る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

�

中
国
農
業
の
賃
金
水
準
の
推
移

最
初
に
中
国
の
都
市
部
の
国
営
農

場
や
農
業
企
業
の
雇
用
者
の
実
質
賃

金
（
年
給
）
の
系
列
を
示
し
た
の
が
、

図
2
で
あ
る
。
図
2
に
は
農
業
部
門

の
賃
金
に
加
え
て
工
業
部
門
の
賃
金

を
掲
載
し
て
い
る
。

森脇　祥太（大阪市立大学経済学研究科教授）

農業賃金の推移と格差要因
日本と中国の比較

68人権問題の最前線

図１　実質一人当たりGDP（1952-2014）
　　　（2011年価格、国際ドル）

（出所）Penn World Table 9.0

（出所）中国：FAOSTAT 日本：労働力調査
（注） 中国は農林水産業の就業者比率であり、日本は農林業の比

率を示している。
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表1　農業就業者比率の推移（1957-2013）
1957 1965 1970 1975 1980 1990 2000 2010 2013

中国 81.2 81.6 80.8 77.2 68.8 60.1 50.0 36.7 31.4 
日本 32.7 22.1 16.5 11.8 9.6 6.6 4.6 3.7 3.4 



労働と人権6 都
市
部
の
農
業
部
門
の
実
質
賃

金
は
、
１
９
８
０
年
代
以
降
緩
や
か

に
上
昇
し
て
い
る
が
、
２
０
０
０

年
代
以
降
、
特
に
急
速
に
上
昇
し

て
い
る
。
農
業
部
門
と
工
業
部
門

の
賃
金
格
差
は
１
９
８
０
年
以

降
、
継
続
し
て
拡
大
し
て
お
り
、

２
０
０
６
年
に
最
高
比
率
（
１
・

９
２
）
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
賃

金
格
差
は
縮
小
傾
向
を
示
し
て
い

る（
図
3
）。

図
2
と
図
3
は
都
市
部
の
農
業

を
対
象
と
し
た
推
計
結
果
を
示
し

て
い
る
。
農
村
部
の
農
業
の
計
測

値
を
得
る
た
め
に
、
本
論
で
は
、

国
家
発
展
和
改
革
委
員
会
価
格
司

編
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を

使
用
し
て
、
稲
作
・
小
麦
・
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
に
限
定
し
た
農
村
部
の

農
業
労
働
者
の
日
給
を
計
測
す
る

３
。
農
産
物
の
売
上
高
か
ら
生
産
に

か
か
る
諸
費
用
を
控
除
し
た
残
余

か
ら
計
測
し
た
日
給
Ａ
と
農
業
雇

の
日
給
Ｂ
の
値
は
図
4
で
示
さ
れ

る
４

。

２
０
０
０
～
２
０
１
２
年
の
都
市

部
の
農
業
賃
金
の
年
平
均
成
長
率
は

約
10
％
で
あ
る
が
、
農
村
部
の
農
業

日
給
の
年
平
均
成
長
率
は
日
給
Ａ
が

約
11
％
、
日
給
Ｂ
が
約
10
％
と
な
っ

て
い
る
。
都
市
部
と
農
村
部
の
農
業

の
賃
金
は
２
０
０
０
年
以
降
、
ほ
ぼ

同
じ
大
き
さ
の
成
長
率
と
な
っ
て
お

り
、
共
に
急
速
に
上
昇
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

一
方
、
日
本
の
農
業
部
門
の
実
質

賃
金
も
１
９
６
０
年
代
前
半
か
ら
後

半
に
か
け
て
大
き
く
上
昇
し
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。M

inam
i

（
１
９
７
３
）が
掲
載
し
て
い
る
年
雇

及
び
短
期
雇
の
農
業
労
働
者
の
実
質

賃
金
か
ら
計
測
し
た
年
平
均
成
長
率

は
１
９
６
１
～
69
年
の
期
間
に
双

方
と
も
に
約
7
％
上
昇
し
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
の
値
は
、
中
国
の

２
０
０
０
年
代
に
お
け
る
農
業
労
働

者
の
実
質
賃
金
の
成
長
率
を
下
回
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
は

高
度
成
長
期
の
前
期
に
工
業
の
生
産

労
働
者
と
農
業
の
年
季
雇
の
労
働
者

の
賃
金
格
差
が
縮
小
し
て
い
る
が
、

同
様
の
現
象
が
２
０
０
０
年
代
後

半
以
降
の
中
国
で
生
じ
て
い
る
（
図

3
）。
２
０
１
２
年
の
中
国
の
農
業

と
工
業
の
賃
金
格
差
は
約
１
・
８
と

依
然
と
し
て
大
き
い
が
、
１
９
７
０

年
前
後
の
日
本
の
賃
金
格
差
は
3
を

上
回
る
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る

５
。

農
業
と
工
業
の
賃
金
格
差
は
中
国
固

有
の
現
象
で
は
な
い
と
言
え
る
。

�

ま
と
め

２
０
０
０
年
以
降
、
中
国
農
業
で

は
労
働
力
の
実
質
賃
金
が
急
速
に
上

昇
し
て
お
り
、
農
業
・
農
村
に
お
け

る
貧
困
問
題
の
解
消
へ
と
大
き
く
前

進
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

開
発
途
上
国
の
農
業
は
「
ル
イ
ス

の
転
換
点
」
を
越
え
る
こ
と
で
実
質

賃
金
が
持
続
的
に
上
昇
し
、
農
村
部

の
貧
困
問
題
は
改
善
す
る
と
考
え
ら

れ
る

６
。M

inam
i

（
１
９
７
３
）
は
、

日
本
は
１
９
６
０
年
代
前
半
に
「
ル

イ
ス
の
転
換
点
」
を
越
え
た
と
し
て

お
り
、
中
国
で
も
類
似
し
た
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
特
に
２
０
０
０
年
代
に
観
察

さ
れ
る
。
２
０
１
０
年
代
の
中
国
経

済
は
①
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
②
修

正
さ
れ
た
農
業
就
業
比
率
、
③
農
業

の
実
質
賃
金
、
④
農
業
と
工
業
の
賃

金
格
差
、
等
の
動
向
か
ら
、
日
本
の

経
済
発
展
に
お
け
る
１
９
７
０
年
前

後
の
段
階
に
あ
り
、
転
換
点
越
え
直

後
の
状
況
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
中
国
経
済
が
「
ル
イ
ス

の
転
換
点
」
越
え
を
果
た
し
た
か
否

か
は
よ
り
厳
密
な
方
法
で
の
改
め
た

検
証
が
必
要
と
な
り
、
今
後
の
課
題

で
あ
る
。
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図２　実質農業賃金と工業賃金（7か年移動平均値）
　　　（1952年価格、元）

　図３　中国都市部の農業と工業の賃金格差
　　　　（工業賃金/農業賃金）1955-2012

図４　�中国の稲作・小麦・トウモロコシの労働者
の実質日給AとBの推移（1993-2012）
（7か年移動平均値）（1952年価格、元）

（出所） 南・牧野編『アジア長期経済統計3　中国』。中国国
家統計局データベース

（注） 名目賃金を都市部の消費者物価指数でデフレートし
て実質賃金を推計。

（注）図２の推計結果を使用した計測比率。

（出所）国家発展和改革委員会価格司編
（注） それぞれの日給を農村部の消費者物価指数でデ

フレートして実質化した。

0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 

1955 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

1955 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

A 
B 



労
働
と
人
権

Chapter 6

プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
言
葉
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
も
う
10

年
以
上
に
な
り
ま
し
た
。

プ
レ
カ
リ
テ
ィ
と
は
寄
る
辺
の
な

い
不
安
な
い
し
不
安
定
さ
の
こ
と
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
は
労
働
者
階

級
の
こ
と
。
し
た
が
っ
て
プ
レ
カ
リ

ア
ー
ト
と
は
、
不
安
定
労
働
者
階
級

の
こ
と
。
こ
の
造
語
が
う
ま
れ
た
の

は
21
世
紀
に
な
っ
た
２
０
０
１
年
、

ミ
ラ
ノ
で
の
こ
と
で
し
た
。

「
メ
ー
デ
ー
！
メ
ー
デ
ー
！
わ
れ

わ
れ
は
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。

オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
雇
用
さ
れ
、
電
話

一
本
で
呼
び
出
さ
れ
、
意
の
ま
ま
に

搾
取
さ
れ
て
気
ま
ぐ
れ
に
解
雇
さ
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
熟
練
し
た
就
労
の

手
品
師
に
、
フ
レ
ッ
ク
ス
な
曲
芸
師

に
な
っ
た
」
…
で
も
ご
注
意
、
か
れ

ら
は
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
み
ん
な
の

知
恵
と
経
験
を「
共
有（
シ
ェ
ア
）」す

る
方
法
を
も
っ
て
フ
レ
ッ
ク
ス
な
闘

争
を
展
開
す
る
。

こ
れ
が
２
０
０
１
年
５
月
１
日

の
ミ
ラ
ノ
メ
ー
デ
ー
で
し
た
。
そ

こ
に
は
イ
タ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
周
辺

の
国
々
か
ら
も
多
種
多
様
な
人
々
が

集
い
ま
す
。
自
主
管
理
の
社
会
セ
ン

タ
ー
、
ク
イ
ア
や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、

自
転
車
集
団
、
学
生
運
動
、
移
民
や

ホ
ー
ム
レ
ス
の
支
援
組
織
、
環
境
活

動
家
、
そ
し
て
色
々
な
労
働
組
合
…

集
合
時
間
は
午
後
３
時
。
伝
統
的
な

組
合
の
メ
ー
デ
ー
集
会
が
お
わ
っ
た

夕
方
か
ら
テ
ィ
チ
ネ
ー
ゼ
門
を
出

発
し
て
ド
ゥ
オ
ー
モ
の
方
へ
、
サ
ウ

ン
ド
シ
ス
テ
ム
を
積
ん
だ
車
を
ひ
き

つ
れ
て
繁
華
街
を
ね
り
歩
く
。
こ
の

コ
ー
ス
は
、
た
と
え
ば
南
堀
江
か
ら

ア
メ
リ
カ
村
を
ぬ
け
て
心
斎
橋
へ
向

か
う
よ
う
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
と
き
５
千
人
の
参
加
し
た
あ

た
ら
し
い
メ
ー
デ
ー
は
毎
年
の
よ
う

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
飛
び
火
し

て
、
２
０
０
４
年
に
は
ミ
ラ
ノ
や
バ

ル
セ
ロ
ナ
で
は
10
万
人
を
動
員
す
る

ユ
ー
ロ
メ
ー
デ
ー
に
拡
大
し
ま
す
。

こ
れ
は
臨
時
雇
用
や
パ
ー
ト
タ
イ

ム
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
や
契
約
社
員
、

研
究
者
や
臨
時
教
員
な
ど
の
、
あ
ら

ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
業
お
よ
び
知
的
労
働

者
を
大
規
模
に
組
織
化
し
た
は
じ
め

て
の
試
み
で
し
た
。

こ
う
し
た
人
々
が
個
別
の
ち
が
い

を
こ
え
て
共
有
し
て
い
る
の
が
「
失

業
」
の
不
安
で
す
。
労
働
力
調
査
の

「
調
査
期
間
で
あ
る
月
末
一
週
間
に

一
時
間
た
り
と
も
就
業
し
な
か
っ

た
就
労
可
能
か
つ
求
職
活
動
中
の
ひ

と
」
と
い
う
ふ
う
に
限
り
な
く
切
り

つ
め
ら
れ
た「
完
全
失
業
率
」で
は
汲

み
尽
く
せ
な
い
存
在
が
そ
こ
に
は
あ

る
。
む
し
ろ
食
い
つ
な
ぐ
た
め
に
は

割
に
あ
わ
な
い
仕
事
で
も
し
な
い
と

生
き
て
ゆ
け
な
い
「
は
た
ら
く
失
業

者
」
こ
そ
、
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
無
産
階

級
と
も
訳
さ
れ
ま
し
た
。
プ
ロ
レ
ー

と
は
ラ
テ
ン
語
で
子
ど
も
の
こ
と
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
子
ど
も
以
外
に

何
ひ
と
つ
失
う
も
の
を
も
た
な
い
階

級
の
こ
と
。
な
ら
ば
プ
レ
カ
リ
ア
ー

ト
と
は
、
生
産
手
段（
土
地
・
工
場
・

資
本
）
を
所
有
し
な
い
の
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
ま
し
て
子
ど
も
さ
え
も

て
な
い
の
が
現
実
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
い
わ
ゆ
る「
少
子
化
」も
若
者

の
考
え
方
だ
け
の
問
題
に
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
根
底
に
経
済
的
・
物

質
的
な
条
件
を
欠
い
て
し
ま
う
構
造

を
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
は
２
０
０
７
年
、
社

会
問
題
化
し
た
「
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
生

活
者
」
の
調
査
を
釜
ヶ
崎
支
援
機
構

と
共
同
で
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
21

世
紀
に
は
い
っ
て
あ
ら
た
め
て
注
目

さ
れ
た「
新
し
い
貧
困
」の
実
態
を
知

る
た
め
の
調
査
で
し
た
。
そ
の
頃
に

は
釜
ヶ
崎
支
援
機
構
の
窓
口
に
も
、

従
来
対
応
し
て
き
た
日
雇
労
働
者
の

人
々
と
は
ち
が
う
若
い
世
代
か
ら
緊

急
的
な
相
談
が
増
え
て
い
た
の
で

す
。そ

こ
で
わ
た
し
た
ち
は
「
ネ
ッ
ト

カ
フ
ェ
」
な
ど
で
寝
泊
ま
り
し
て
い

る（
い
た
）人
々
を
対
象
に
、
夜
を
徹

し
て
大
阪
府
下
の
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
等

の
店
舗
付
近
を
訪
ね
、
そ
こ
を
日
常

的
に
利
用
し
て
い
る
人
た
ち
に
調
査

協
力
を
求
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
は
調
査
員
が「
生
活
誌
」に

櫻田　和也（大阪市立大学都市研究プラザ特任講師）

プレカリアートを
考える
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労働と人権6 ま
と
め
「
若
年
不
安
定
就
労
・
不
安

定
住
居
者
聞
取
り
調
査
」
報
告
書
と

し
て
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
協
力

者
の
お
お
く
は
マ
ス
コ
ミ
で
当
時

さ
か
ん
に
報
道
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

「
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
」
に
あ
た
る

人
々
で
し
た
が
、
そ
の
実
態
は
必

ず
し
も
報
道
さ
れ
た
よ
う
な
話
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ひ
と
つ
に
は
、
学
歴
・
性
差
・

人
種
な
ど
の
属
性
に
か
こ
つ
け
た

差
別
が
い
ま
も
厳
然
と
し
て
「
あ

る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

様
々
な
事
情
に
よ
っ
て
学
校
か
ら
、

な
い
し
学
校
経
由
の
就
職
か
ら
排

除
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
就
職
先
で

職
場
で
の
い
じ
め
な
ど
を
経
験
し

て
、
ま
た
様
々
な
職
を
転
々
と
し

て
幾
度
も
採
用
を
断
ら
れ
る
経
験

を
へ
て
、
最
終
的
に
不
安
定
な
雇

用
形
態
で
住
み
込
み
の
仕
事
に
就

く
、
そ
し
て
ま
た
派
遣
で
様
々
な

労
働
現
場
を
転
々
と
移
動
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
ケ
ー

ス
が
沢
山
み
ら
れ
た
の
で
す
。

妊
娠
し
た
女
性
が
家
族
に
結
婚

を
反
対
さ
れ
る
と
同
時
に
つ
き

あ
っ
て
い
る
男
性
か
ら
「
自
立
し

ろ
」
と
言
わ
れ
、
格
安
だ
が
決
し
て

き
れ
い
と
は
い
え
な
い
ネ
ッ
ト
カ

フ
ェ
に
泊
ま
る
よ
う
指
示
さ
れ
た

と
い
っ
た
話
や
、
行
く
先
々
で
「
在

日
」
と
差
別
さ
れ
た
あ
げ
く
日
雇
の

肉
体
労
働
を
探
し
に
い
っ
た
釜
ヶ

崎
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
方
の
話
、

ま
た
過
去
の
職
歴
に
よ
っ
て
求
職

活
動
に
挫
折
し
続
け
る
方
の
語
っ
て

く
れ
た
話
な
ど
は
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

仕
事
の
内
容
を
み
れ
ば
、
そ
こ
に

は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
成
型
の
重
労
働
か

ら
粗
大
ゴ
ミ
や
電
化
製
品
の
回
収
、

電
話
帳
の
配
布
請
負
や
チ
ケ
ッ
ト

販
売
か
ら「
歩
合
制
」の
営
業
・
販
売

に
い
た
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

経
験
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
条
件
に
つ

い
て
み
る
と
、
交
通
費
さ
え
出
な
い

仕
事
な
の
に
毎
日
遠
方
の
現
場
へ
行

く
た
め
の
電
車
賃
が
高
く
つ
き
日
当

の
大
部
分
が
交
通
費
と
食
費
で
無
く

な
る
と
か
、
自
腹
の
交
通
費
で
現
場

へ
着
い
た
ら
仕
事
が
キ
ャ
ン
セ
ル
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
そ
の
場
で
失
業
し

た
と
か
、
笑
い
ご
と
で
は
な
い
理
不

尽
な
話
が
き
か
れ
ま
し
た
。

経
費
の
考
え
方
も
問
題
で
す
。
仕

事
に
は
手
袋
や
作
業
着
が
必
要
と
言

わ
れ
て
６
千
円
で
購
入
し
た
の
に
そ

の
仕
事
が
１
日
だ
け
し
か
も
ら
え
な

か
っ
た
、
宿
泊
に
あ
た
る
「
寮
費
」

の
他
に
「
経
費
」
類
を
清
算
す
る
と

振
り
込
ま
れ
る
は
ず
だ
っ
た
収
入
が

ゼ
ロ
に
な
る
、
派
遣
元
か
ら
「
ア
ル

バ
イ
ト
に
労
災
は
な
い
」
と
言
わ
れ

ケ
ガ
す
る
と
同
時
に
失
業
し
た
と
い

う
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
失
業
と
同

時
に
寮
や
社
宅
を
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
失
業
期
間
が
長
引
い
た
た
め

家
賃
を
支
払
え
な
く
な
っ
て
引
き
払

う
、
あ
る
い
は
賃
貸
契
約
で
は
な
い

と
い
う
「
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ン
」
で
家
賃
が
払
え
な
か
っ
た
翌
日

す
ぐ
に
外
か
ら
鍵
を
か
け
ら
れ
て
大

事
な
持
ち
物
も
同
時
に
失
う
…
色
々

な
き
っ
か
け
か
ら
、
結
果
的
に
重
大

な
住
居
喪
失
へ
と
い
た
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

住
む
と
こ
ろ
を
失
っ
た
人
々
が

夜
を
過
ご
す
た
め
に
利
用
す
る
の

は
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
だ
け
に
限
り
ま
せ

ん
。
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
や
カ
プ
セ
ル

ホ
テ
ル
、
簡
易
宿
泊
所
や
サ
ウ
ナ
、

フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
、
あ
る
い
は

一
時
的
に
友
人
に
頼
る
な
ど
し
て
野

宿
に
い
た
る
方
も
い
ま
し
た
。
み
ん

な
毎
日
の
仕
事
や
手
持
ち
の
現
金
と

相
談
し
な
が
ら
日
々
工
夫
し
て
、
果

て
は
夜
ね
む
れ
ず
昼
間
図
書
館
で
仮

眠
を
と
っ
た
り
早
朝
ビ
ル
の
隙
間
で

階
段
に
も
た
れ
か
か
っ
て
夜
を
明
か

し
、
あ
る
い
は
こ
わ
く
て
公
園
の
ベ

ン
チ
に
座
っ
た
ま
ま
眠
れ
な
い
夜
を

過
ご
し
た
り
し
ま
す
。

１
０
０
円
の
コ
ー
ヒ
ー
１
杯
で
24

時
間
営
業
の
お
店
で
夜
を
明
か
し
て

１
０
０
円
の
パ
ン
だ
け
を
食
べ
る
、

野
宿
を
避
け
る
た
め
コ
ン
ビ
ニ
の
立

ち
読
み
で
夜
を
明
か
し
て
翌
朝
仕
事

が
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
働
く
、
公
園
の

ベ
ン
チ
で
野
宿
し
な
が
ら
２
年
間
働

い
た
の
に
あ
る
と
き
野
宿
者
は
雇
え

な
い
と
い
わ
れ
て
失
業
す
る
…
ひ
と

は
、
こ
う
し
た
生
活
を
つ
づ
け
る
う

ち
に
健
康
を
悪
く
す
る
も
の
で
す
。

糖
尿
病
の
ま
ま
病
院
へ
も
行
け
な
い

で
働
き
つ
づ
け
た
り
、
職
場
で
ケ
ガ

を
し
て
も
労
災
適
用
が
受
け
ら
れ
な

い
方
も
い
れ
ば
、
歯
を
悪
く
し
た
り

椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
と
思
わ
れ
る
腰
痛

な
ど
は
沢
山
お
ら
れ
ま
し
た
。
で
す

か
ら
調
査
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

救
援
活
動
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
と
く
に
緊
急
を
要
す
る

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
迅
速
に
支
援

機
構
の
福
祉
相
談
部
門
が
対
応
に
当

た
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
ひ
と
目
み
た
だ
け
で
は

区
別
で
き
な
い
不
可
視
の
ホ
ー
ム
レ

ス
生
活
を
い
と
な
む
人
々
の
す
が
た

は
、
決
し
て「
な
ま
け
て
い
る
」の
で

は
な
く
て
困
窮
し
た
生
活
か
ら
抜
け

出
す
た
め
に
な
ら
む
し
ろ
「
ど
ん
な

仕
事
で
も
」
し
よ
う
と
し
て
、
結
果

的
に
、
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を

破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
カ
フ
カ

的
な
不
条
理
と
い
う
現
実
を
逆
さ
ま

か
ら
照
射
す
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が

調
査
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
事
実
な

の
で
し
た
。

わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
密
か

に
耐
え
し
の
ぶ
こ
の
憤
り
を
、
ミ
ラ

ノ
の
人
々
の
よ
う
に
共
有
し
、
み
ん

な
の
こ
と
と
し
て
集
合
的
に
表
現
す

る
こ
と
は
出
来
る
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
高
等
教
育
が

な
ぜ
無
償
で
は
な
い
の
か
、
奨
学
金

は
な
ぜ
借
金
に
な
っ
た
の
か
、
夜
間

教
室
は
な
ぜ
な
く
な
る
の
か
、
就
職

活
動
は
な
ぜ
精
神
論
に
な
る
の
か
、

そ
の
よ
う
な
疑
問
を
だ
い
じ
に
忘
れ

な
い
で
ど
ん
な
こ
と
も
他
人
事
で
は

な
く
共
に
調
査
研
究
す
る
こ
と
、
そ

こ
に
の
み
可
能
性
は
ひ
ら
け
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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労
働
と
人
権

Chapter 6

　

１
９
８
５
年
の
女
性
差
別
撤
廃
条

約
批
准
か
ら
35
年
、
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
の
制
定
か
ら
も
20
年
以

上
が
経
過
し
て
い
る
。

　

２
０
１
６
年
に
は
「
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す

る
法
律
」（
以
下
、「
女
性
活
躍
推
進

法
」と
略
す
）が
施
行
さ
れ
、
女
性
達

の
労
働
世
界
で
の
活
躍
を
推
し
進
め

る
た
め
、
各
事
業
体
に
お
い
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
（
積
極
的
格
差

是
正
策
）
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
も
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
と
は
「
社
会
的
・
構
造
的
な

差
別
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
っ
て
い

る
者
に
対
し
て
、
一
定
の
範
囲
で
特

別
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
実
質
的
な
機
会
均
等
を
実
現

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
講
じ
る
暫

定
的
な
措
置
」（
内
閣
府
）
の
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ば「
特
別
扱
い
」で
は
あ

る
が
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
お
い

て
は
「
締
約
国
が
男
女
の
事
実
上
の

平
等
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
暫
定
的
な
特
別
措
置
を
と
る
こ
と

は
、
こ
の
条
約
に
定
義
す
る
差
別
と

解
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
第
4
条
）と

し
て
、「
差
別
的
取
り
扱
い
で
は
な

い
」
と
さ
れ
て
き
た
。
日
本
で
は
な

か
な
か
導
入
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

が
、「
女
性
活
躍
推
進
法
」に
お
い
て

初
め
て
事
業
者
の
責
務
と
し
て
時
期

と
達
成
目
標
を
定
め
た
形（
ゴ
ー
ル
・

ア
ン
ド
・
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
方
式
）

で
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
実

現
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
施
策
が
進
む
な
か
で

女
性
の
労
働
力
率
は
上
昇
し
続
け
て

お
り
、
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
に
お

け
る
Ｍ
字
の
底
も
徐
々
に
底
上
げ

さ
れ
て
い
る
。（
左
図
参
照
）
労
働
力

率
だ
け
を
見
れ
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国

と
比
較
し
て
も
平
均
以
上
な
の
で
あ

る
。

　

と
は
い
え
、
２
０
１
９
年
12
月
に

発
表
さ
れ
た
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
リ
ポ
ー

ト
で
は
、
日
本
は
過
去
最
低
、
先
進

国
最
低
の
１
２
１
位
と
な
っ
て
お

り
、
労
働
状
況
（
労
働
力
率
、
同
じ

仕
事
の
賃
金
の
同
等
性
、
所
得
の
推

計
値
、
管
理
職
に
占
め
る
比
率
、
専

門
職
に
占
め
る
比
率
に
よ
っ
て
指
標

が
作
ら
れ
て
い
る
）
が
反
映
さ
れ
る

経
済
分
野
で
の
順
位
は
１
１
５
位
。

日
本
に
お
い
て
女
性
た
ち
が
労
働
現

場
で
活
躍
で
き
て
い
る
と
は
と
て
も

言
え
な
い
状
態
に
あ
る
。

　

と
く
に
非
正
規
雇
用
率
を
見
て
み

れ
ば
、
２
０
１
９
年
現
在
、
男
性
の

非
正
規
雇
用
率
は
22
・
８
％
、
女
性

の
非
正
規
雇
用
率
は
56
・
０
％
と

な
っ
て
い
る
。
左
図
を
見
て
も
ら
え

ば
よ
く
わ
か
る
が
、
非
正
規
雇
用
率

は
全
体
的
に
は
こ
の
30
年
間
上
昇
傾

向
に
あ
る
が
、
年
齢
階
級
に
よ
っ
て

も
異
な
る
動
き
を
し
て
い
る
。
女
性

の
若
年
層
で
は
、
近
年
非
正
規
雇
用

率
は
や
や
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
も

事
実
で
は
あ
る
が
、
最
も
非
正
規
比

率
が
低
い
15
︱
24
歳
層
（
学
生
は
除

く
）
で
も
、
約
3
割
が
非
正
規
雇
用

に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
非
正

規
職
に
従
事
す
る
背
景
に
は
、
初

職
に
お
い
て
は
正
規
職
に
就
い
た

女
性
で
あ
っ
て
す
ら
、
出
産
を
契

機
に
職
場
か
ら
い
っ
た
ん
リ
タ
イ

ア
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
第
１
子
（
２
０
１
０
～

１
４
年
生
ま
れ
）
出
産
後
の
女
性

古久保　さくら（大阪市立大学人権問題研究センター所長）

女性と労働のいま…
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労働と人権6 （
妻
）
の
就
業
変
化
に
つ
い
て
み
て

み
れ
ば
、
正
規
雇
用
の
女
性
の
第

１
子
出
産
後
の
「
地
位
継
続
」
の
割

合
は
、
育
休
あ
り
、
育
休
な
し
を

合
わ
せ
て
62
・
２
％
で
あ
る
一

方
、
非
正
規
雇
用
に
お
い
て
は
「
地

位
継
続
」
は
割
合
は
22
・
５
％
と

な
っ
て
い
る
。
就
業
継
続
し
や
す

い
と
言
え
る
正
規
雇
用
で
あ
っ
て

も
、
約
３
割
の
女
性
は
第
１
子
出

産
を
機
に
離
職
し
て
い
る
の
が
現

状
な
の
で
あ
る
。（「
働
く
女
性
の
現

状
と
課
題
」https://www.sangiin.

go.jp/japanese/annai/chousa/
keizai_prism

/backnum
ber/

h31pdf/201918102.pdf?fbclid=
Iw

A
R

27E
H

D
igF

u2bQ
978P

F
_

wyh8E
zxK

C
oT

Y
3JH

N
Q

j5F
1fyr

K
M

D
bcjW

uo6V
Z

68g

）

　

こ
の
背
景
に
は
、
育
児
・
ケ
ア
負

担
の
女
性
へ
の
偏
り
を
背
景
と
し

て
、
仕
事
と
育
児
・
ケ
ア
役
割
と
の

両
立
が
困
難
で
あ
る
現
実
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん

労
働
市
場
を
離
脱
し
た
女
性
が
再
就

職
す
る
と
き
、
正
規
雇
用
に
戻
る
こ

と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
仕
事
と
育
児
・
ケ
ア

役
割
の
両
立
が
最
大
の
課
題
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
も
同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
家

庭
に
お
け
る
経
済
的
責
任
と
育
児
・

ケ
ア
責
任
を
一
手
に
引
き
受
け
ざ
る

を
得
な
い
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
お
い

て
こ
そ
、
こ
の
仕
事

と
育
児
の
両
立
の
困

難
・
矛
盾
と
い
う
問

題
は
深
刻
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

　

日
本
の
シ
ン
グ

ル
マ
ザ
ー
の
就
業

率
は
２
０
１
６
年
の

調
査
で
82
・
１
％
と

な
っ
て
お
り
、
諸
外

国
と
比
較
し
て
も
高

い
水
準
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
う
ち
、
正
規
雇

用
で
働
く
人
は
全
体

で
も
44
・
３
％
に
す

ぎ
ず
、
特
に
中
卒
の

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
で

は
、
正
規
雇
用
率
は
21
・
２
％
、
非

正
規
雇
用
率
は
約
３
／
４
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。日
本
に
お
い
て
は
、

非
正
規
雇
用
と
正
規
雇
用
の
時
間
当

た
り
給
与
水
準
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
非
正
規
雇
用
の

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
年
間
所
得
は

１
３
３
万
円
と
い
う
水
準
な
の
で
あ

る
。（「
平
成
28
年
度
全
国
ひ
と
り
親

世
帯
等
調
査
結
果
」https://www.

m
hlw

.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000188147.htm

l

）

　

２
０
２
０
年
、
全
世
界
的
に
コ
ロ

ナ
禍
が
広
が
っ
た
今
年
、
多
く
の
人

が
収
入
減
少
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
非
正
規
雇
用
に
あ
っ
た

女
性
た
ち
も
ま
た
雇
用
を
な
く
す
こ

と
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ

て
女
性
の
労
働
を
め
ぐ
る
矛
盾
が
非

常
に
よ
く
可
視
化
さ
れ
た
と
も
言
え

る
。

　
『
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本
版
』20
年

８
月
15
日
号
「
＂女
性
活
躍
小
国
＂
日

本
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
」
の
な
か

で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
竹
信
三

恵
子
氏
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。

　
「
特
に
対
人
サ
ー
ビ
ス
業
は
非
正

規
の
女
性
が
多
く
、
も
と
も
と
不
安

定
な
と
こ
ろ
に
業
界
が
痛
手
を
受

け
、
短
期
雇
用
の
契
約
を
結
ん
で
い

た
彼
女
た
ち
が
真
っ
先
に
切
ら
れ
た

と
い
う
わ
け
で
す
」。

　

１
９
７
０
年
代
に
竹
中
恵
美
子
氏

（
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
）が
、「
女

性
の（
パ
ー
ト
）労
働
が
景
気
の
安
全

弁
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
同

じ
状
況
が
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お

い
て
も
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
、

感
染
防
止
の
た
め
に
学
校
や
保
育
園

の
休
校
・
休
園
と
い
う
施
策
が
す
み

や
か
に
と
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

子
ど
も
た
ち
が
自
宅
に
と
ど
ま
ら
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ

と
が
他
に
育
児
・
ケ
ア
役
割
を
担
う

者
が
い
な
い
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
家
庭

に
お
い
て
は
、
母
親
の
就
業
の
い
っ

そ
う
困
難
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

育
児
・
ケ
ア
役
割
と
労
働
の
両

立
の
困
難
を
抱
え
た
女
性
た
ち
が
、

真
っ
先
に
職
を
失
う
結
果
と
な
り
、

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
を
支
援
す
る
団
体

か
ら
の
報
告
で
は
、
非
正
規
サ
ー
ビ

ス
業
の
職
を
失
っ
た
結
果
、「
今
日
食

べ
る
食
べ
物
が
な
い
」
と
い
う
Ｓ
Ｏ

Ｓ
が
支
援
団
体
に
届
き
、
急
遽
救
援

食
糧
を
送
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
と

い
う
。（「
コ
ロ
ナ
禍
、
苦
し
む
母
子

家
庭　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
手
厚
い
支
援
を
」」

朝
日
新
聞
２
０
２
０
年
９
月
24
日
）

　

現
在
な
お
、
育
児
・
ケ
ア
役
割
を

担
っ
て
い
る
人
び
と
が
働
き
や
す

い
・
働
き
続
け
ら
れ
る
、
安
定
し
た

労
働
環
境
を
い
か
に
つ
く
っ
て
い
く

か
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
損
な
わ
れ

た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
社
会
政
策
を

準
備
す
る
べ
き
か
）
が
問
わ
れ
続
け

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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労
働
と
人
権

Chapter 6

「
パ
ン
が
な
け
れ
ば
お
菓
子
を
食

べ
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う

の
は
か
の
有
名
な
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト

ワ
ネ
ッ
ト
（
本
当
に
本
人
が
言
っ
た

の
か
は
別
に
し
て
）
の
言
葉
だ
が
、

食
糧
難
に
苦
し
む
民
衆
の
窮
状
を
進

言
し
た
臣
下
に
対
し
て
無
邪
気
に
言

い
放
っ
た
と
い
う
こ
の
逸
話
の
衝
撃

は
、「
貧
困
」と
い
う
存
在
を
ま
っ
た

く
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
特
別
な
階
級

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
格
差

が
激
し
す
ぎ
る
社
会
で
は
、
上
の
階

級
の
人
間
は
最
下
層
の
人
々
の
労
苦

や
困
難
が
理
解
も
想
像
も
で
き
な

い
。無
知
か
ら
生
じ
た
そ
の
一
言
は
、

結
果
的
に
は
貧
し
さ
に
追
い
や
ら
れ

た
人
々
に
対
し
傷
口
に
塩
を
塗
る
よ

う
な
行
為
と
な
る
。

現
代
の
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ

ト
の
役
割
は
一
部
の
政
治
家
や
マ
ス

コ
ミ
、
ネ
ッ
ト
上
に
中
傷
的
な
発
言

を
書
き
込
ん
で
い
る
人
々
ら
が
担
っ

て
い
て
、
無
知
と
い
う
よ
り
も
悪
意

を
持
っ
て
貧
困
な
人
々
を
攻
撃
し
て

い
る
。
少
し
前
に
な
る
が
、
芸
能
人

の
生
活
保
護
不
正
受
給
報
道
（
厳
密

に
は
不
正
受
給
と
は
い
え
な
い
し
、

法
律
違
反
で
も
な
い
の
だ
が
）
に
端

を
発
し
、
生
活
保
護
バ
ッ
シ
ン
グ
の

嵐
が
吹
き
あ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
こ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
の
数
年

前
に
は
生
活
保
護
が
打
ち
切
ら
れ
た

男
性
の
餓
死
事
件
が
あ
り
、
こ
の
時

期
に
は
福
祉
事
務
所
へ
の
非
難
が
殺

到
し
た
。
こ
の
種
の
生
活
保
護
へ
の

厳
し
い
眼
差
し
は
実
は
周
期
的
な
も

の
で
、
生
活
保
護
利
用
者
へ
の
バ
ッ

シ
ン
グ
が
過
激
化
す
る
時
期
と
保
護

行
政
・
福
祉
事
務
所
へ
の
批
判
が
殺

到
す
る
時
期
が
た
い
て
い
数
ヶ
月
～

数
年
周
期
で
交
代
す
る
。
た
と
え
ば

前
者
は
不
正
受
給
が
取
り
上
げ
ら

れ
、後
者
は
水
際
作
戦
が
扱
わ
れ
る
。

不
正
受
給
を
題
材
に
し
た
生
活
保

護
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
い
く
つ
か
の
種

類
に
パ
タ
ー
ン
化
し
て
お
り
、
暴
力

団
、
外
国
人
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
、

ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
々
が
主
な
登
場
人

物
で
あ
る
。
共
通
す
る
特
徴
は
社
会

の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
存
在
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
お
笑
い

芸
人
を
取
り
上
げ
た
今
回
の
バ
ッ
シ

ン
グ
は
従
来
の
モ
デ
ル
か
ら
は
少
し

逸
脱
し
て
い
た
が
、
成
功
者
と
し
て

の「
彼
」に
対
す
る「
嫉
妬
」と
、
お
笑

い
芸
人
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の

「（
度
を
超
え
た
）イ
ジ
リ
」が
今
回
の

バ
ッ
シ
ン
グ
を
過
熱
さ
せ
た
の
だ
ろ

う
。
も
っ
と
も
今
時
の
バ
ラ
エ
テ
ィ

番
組
と
一
緒
で「
イ
ジ
リ
」と
い
う
よ

り
も「
イ
ジ
メ
」と
呼
ん
だ
ほ
う
が
適

切
な
激
し
さ
で
あ
っ
た
が
。

福
祉
事
務
所
へ
の
非
難
は
餓
死
事

件
に
代
表
さ
れ
る
。
生
活
相
談
に

い
っ
た
福
祉
事
務
所
で
人
権
を
無
視

し
た
態
度
で
追
い
返
さ
れ
る
。
ま
た

は
生
活
保
護
を
打
ち
切
ら
れ
、
生
活

困
窮
し
最
悪
の
場
合
死
に
至
る
。
北

九
州
市
で
起
き
た
「
オ
ニ
ギ
リ
食
い

た
い
」
と
日
記
を
残
し
て
男
性
が
餓

死
し
た
事
件
は
、
先
進
的
な
保
護
行

政
を
行
う
自
治
体
と
し
て
国
か
ら
評

価
さ
れ
て
い
た
北
九
州
市
が
一
転

「
ヤ
ミ
の
北
九
州
方
式
」と
し
て
四
方

八
方
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。生

活
保
護
利
用
者
へ
の
バ
ッ
シ
ン

グ
と
福
祉
事
務
所
へ
の
非
難
が
繰
り

桜井　啓太（立命館大学産業社会学部准教授）

生活保護バッシングを
越えて
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労働と人権6 返
さ
れ
た
果
て
に
、
ま
る
で
生
活

保
護
利
用
者
の
大
半
は
不
正
受
給

し
て
お
り
、
全
て
の
福
祉
事
務
所

で
は
心
な
い
対
応
が
行
わ
れ
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
蔓
延
し
て
い
る
。

生
活
保
護
の
現
場
は
、
悪
魔
の
よ

う
な
不
正
受
給
者
と
鬼
の
よ
う
な

福
祉
事
務
所
の
職
員
が
跋
扈
す
る

さ
な
が
ら
地
獄
絵
図
の
ご
と
く
語

ら
れ
る
。

…
…
で
、
こ
れ
で
損
を
す
る
の

は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
最
も
被
害
を
受
け
る

の
は
生
活
保
護
を
利
用
し
て
い
る

「
普
通
」
の
人
々
で
あ
る
。
生
活
保

護
と
い
う
制
度
が
ス
テ
ィ
グ
マ
に

ま
み
れ
、
後
ろ
め
た
さ
を
植
え
つ

け
ら
れ
る
。
制
度
か
ら
の
締
め
出

し
が
促
さ
れ
、
給
付
額
が
減
ら
さ

れ
る
。

福
祉
事
務
所
の「
普
通
」の
職
員
、

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
も
犠
牲
に
な
る
。

自
分
達
の
仕
事
が
制
度
の
本
来
の

趣
旨
と
は
正
反
対
の
、
生
存
を
保

障
す
る
の
で
は
な
く
困
窮
者
を
蹴

落
と
す
よ
う
な
汚
れ
た
仕
事
と
見

ら
れ
、
職
務
へ
の
誇
り
を
失
う
。

仕
事
は
ま
す
ま
す
多
忙
化
し
、
過

大
な
ス
ト
レ
ス
の
な
か
で
生
活
保
護

利
用
者
と
の
間
の
対
立
が
激
し
さ
を

増
す
。

そ
し
て
潜
在
的
に
被
害
を
受
け
る

の
は
運
よ
く
生
活
保
護
を
受
け
て
い

な
い「
普
通
」の
人
々
で
あ
る
。
も
し

不
運
に
も
生
活
に
困
っ
た
時
に
、
誰

が
そ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
場
所
へ
相

談
に
行
こ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
さ

ん
ざ
ん
社
会
が
叩
い
て
き
た
結
果
、

生
活
保
護
の
窓
口
は
と
て
も
気
軽
に

は
訪
れ
ら
れ
な
い
場
所
へ
と
変
貌
し

て
お
り
、
貧
困
は「
自
己
責
任
」と
し

て
誰
に
も
ど
こ
に
も
相
談
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
実
際
の
福
祉
事
務
所
で

は
良
心
的
な
数
多
く
の
職
員
が
懸
命

に
仕
事
を
し
て
い
る
し
、
た
と
え
ば

不
正
受
給
の
金
額
は
生
活
保
護
費
の

総
額
の
０
・
５
％
に
す
ぎ
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
現
実
よ
り

も
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
生
活
保
護

へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
の
効
果
は
利
用
者

も
支
援
者
も
追
い
詰
め
る
。

先
の
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ

ト
の
逸
話
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
が

も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ー
キ
が

余
っ
て
い
る
場
所
と
生
き
る
た
め
の

パ
ン
が
足
り
な
い
場
所
が
あ
り
、
両

者
に
は
深
い
断
絶
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
生
活
保
護
バ
ッ
シ
ン
グ
に
用

い
ら
れ
る
「
生
活
保
護
に
頼
ら
ず
仕

事
し
ろ
！
働
け
!!
」と
い
う
言
葉
は
、

貧
困
に
追
い
や
ら
れ
た
人
々
に
と
っ

て
は
、パ
ン
が
な
い
状
態
で
の「
ケ
ー

キ
を
食
べ
れ
ば
？
」
と
い
う
言
葉
と

同
じ
く
ら
い
現
実
感
が
な
い
も
の
に

聞
こ
え
る
。

仕
事
が
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
話

で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
所
得
の
不

平
等
と
同
様
に
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な

仕
事
や
劣
悪
で
な
い
住
宅
、
充
分
な

食
事
と
い
っ
た
人
間
の
基
本
的
な
財

が
公
正
に
配
分
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
全
国
で
７
５
０
万

戸
を
超
え
る
空
き
家
が
存
在
し
、
そ

の
数
は
増
え
続
け
て
い
る
一
方
で
、

数
千
人
の
家
を
持
た
な
い
ホ
ー
ム
レ

ス
の
人
々
が
存
在
す
る
。
い
ま
だ
な

お
餓
死
事
件
が
発
生
す
る
日
本
は
、

同
時
に
食
料
廃
棄
率
が
世
界
一
と
も

言
わ
れ
る
国
で
あ
る
。
標
準
数
を
は

る
か
に
超
え
た
生
活
保
護
世
帯
を
担

当
し
、
同
僚
が
過
労
で
倒
れ
て
い
く

「
人
手
が
足
り
な
い
」福
祉
事
務
所
の

職
員
は
、
ど
れ
だ
け
仕
事
を
探
し
て

も
見
つ
か
ら
な
い
生
活
保
護
利
用
者

に「
早
く
仕
事
を
見
つ
け
な
さ
い
」と

厳
し
い
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

あ
る
と
き
は
生
活
保
護
利
用
者
を

責
め
、
ま
た
あ
る
と
き
は
福
祉
事
務

所
を
非
難
す
る
。
バ
ッ
シ
ン
グ
の
応

酬
を
越
え
て
、
負
の
連
鎖
を
断
ち
切

る
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
非
常
に
基

本
的
な
こ
と
で
あ
る
。
正
確
な
情
報

と
正
し
い
知
識
に
基
づ
い
た
分
析
、

社
会
的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
た
隣

人
へ
の
想
像
力
、
特
殊
な
事
件
を
も

と
に
制
度
全
体
の
改
悪
を
企
て
な
い

と
い
う
最
低
限
の
矜
持
。
特
定
の
誰

か
や
組
織
を
無
責
任
に
バ
ッ
シ
ン
グ

す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
社
会
全
体

の
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
本
当
に
叩
く

べ
き
な
の
は
、
個
人
で
は
な
く
、
社

会
の「
不
公
正
さ
」で
あ
り
、
貧
困
者

を
責
め
る
社
会
か
ら
貧
困
へ
取
り
組

む
社
会
へ
の
転
換
が
目
指
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
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労
働
と
人
権

Chapter 6

関西学生アルバイトユニオン

ブラックバイトと大学生！
～ブラックバイトってなに？～

�

１
．
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
っ
て
？

ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
、
そ
れ
は
主
に

「
学
生
に
（
多
く
の
場
合
違
法
な
）
長

時
間
労
働
や
過
重
労
働
を
課
し
、
学

業
な
ど
学
生
生
活
に
支
障
を
き
た
す

ア
ル
バ
イ
ト
」の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

少
し
具
体
的
に
い
う
と
、
シ
フ
ト
を

勝
手
に
入
れ
ら
れ
る
、
給
料
日
が
決

ま
っ
て
い
な
い
、
時
間
外
勤
務
を
さ

せ
ら
れ
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
他
に

は
ア
ル
バ
イ
ト
な
の
に
正
社
員
と
同

等
の
責
任
あ
る
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
る

（
で
も
給
料
は
安
い
）な
ど
も
ブ
ラ
ッ

ク
バ
イ
ト
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
最
近
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト

と
い
う
の
が
非
常
に
問
題
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
？

�

２
．
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た

　

��

怖
い
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト

大
学
生
の
Ｍ
さ
ん
は
大
手
の
個
別

指
導
で
週
４
～
５
日
、
塾
講
師
を
し

て
い
ま
し
た
。
時
給
は
１
０
０
０

円
。
授
業
開
始
の
20
分
前
く
ら
い
に

は
授
業
準
備
の
た
め
に
出
社
し
、「
授

業
」
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
あ
と
は
生

徒
の
質
問
対
応
、
会
議
な
ど
の
業
務

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
断
る
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
で
業
務
に
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
時

給
が
発
生
し
た
の
は「
授
業
」の
時
間

の
み
で
し
た
。
他
に
も
、
塾
内
で
行

わ
れ
た
テ
ス
ト
の
監
督
や
、
夏
期
講

習
な
ど
で
使
う
生
徒
一
人
一
人
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
を
持
ち
帰
っ
て
行

う
な
ど
時
給
の
発
生
し
な
い
仕
事
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。そ
の
時
は
、

「
こ
れ
っ
て
、、、
お
か
し
く
な
い
？
」

と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
生

活
費
の
た
め
だ
、
生
徒
の
た
め
だ
！

と
言
い
聞
か
せ
３
年
ほ
ど
働
き
続
け

ま
し
た
。

そ
ん
な
冬
の
あ
る
日
、「
明
日
か
ら

来
な
く
て
良
い
か
ら
。」と
、
突
然
の

ク
ビ
宣
言
！
！
！
理
由
は
納
得
の
い

か
な
い
も
の
で
し
た
（
あ
な
た
が
怖

く
て
注
意
で
き
な
い
か
ら
、
と
か
な

ん
と
か
。
で
も
ク
ビ
宣
言
は
で
き
る

ん
で
す
ね
～
、不
思
議
～
。）し
か
し
、

そ
の
時
、
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
„
即
日
解
雇
は
、
違
法
＂。

そ
し
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
知
り
合

い
の「
労
働
組
合（
ユ
ニ
オ
ン
）」に
連

絡
し
て
相
談
し
、
塾
側
と
団
体
交
渉

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
な
ん
と
残
業
代
な
ど
合
わ
せ

て
23
万
円
も
支
払
っ
て
も
ら
え
ま
し

た
。
そ
の
時
、
Ｍ
さ
ん
は
「
労
働
組

合
っ
て
め
っ
ち
ゃ
使
え
る
や
ん
！
」

と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

�

３
．
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
は

　

��

な
ぜ
う
ま
れ
る
の
か

ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
が
非
常
に
問
題

に
な
っ
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、

な
ぜ
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
は
う
ま
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
？
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト

を
生
み
出
す
原
因
は
、
学
生
側
の
事

情
と
使
用
者
側
の
事
情
が
そ
れ
ぞ
れ

あ
っ
て
、
社
会
的
な
要
因
が
い
ろ
い

ろ
あ
る
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
が
い

な
け
れ
ば
職
場
が
成
り
立
た
な
い

（
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の
基
幹
労
働
力

化
）は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
し
ょ
う
。

職
場
に
正
社
員
が
殆
ど
お
ら
ず
、
店

長
す
ら
非
正
規
と
い
う
例
や
、
シ
フ

ト
管
理
や
新
人
研
修
な
ど
、
正
社
員

並
み
の
責
任
が
伴
う
仕
事
を
学
生
ア

ル
バ
イ
ト
が
担
わ
さ
れ
る
例
も
最
近

増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

学
生
バ
イ
ト
が
い
な
い
と
営
業
が
成

り
立
た
な
い
た
め
、
辞
め
さ
せ
た
く
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労働と人権6 な
い
。
そ
し
て
学
生
側
も
休
み
に

く
い
、
辞
め
に
く
い
状
況
に
陥
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
Ｍ
さ
ん
の
場
合

も
そ
う
で
し
た
。
塾
長
一
人
が
社

員
（
本
社
か
ら
の
派
遣
）
で
、
そ
れ

以
外
は
ほ
ぼ
全
員
大
学
生
ア
ル
バ

イ
ト
で
す
。
先
生
も
足
り
て
お
ら

ず
、
指
導
教
科
に
よ
っ
て
は
代
わ

り
に
教
え
ら
れ
る
人
が
い
な
い
た

め
病
気
で
も
休
む
こ
と
は
難
し

か
っ
た
の
で
す
。

他
に
は
、
生
活
費
・
学
費
を
自

分
で
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学

生
の
増
加
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
世

帯
収
入
の
減
少
に
よ
り
、
生
活
費

や
学
費
を
親
に
頼
る
こ
と
が
出
来

ず
自
分
で
稼
が
な
い
と
い
け
な
い

学
生
が
増
え
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
た
と
え
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ

ト
で
も
辞
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、

辞
め
る
と
し
て
も
次
の
バ
イ
ト
を

探
す
ま
で
の
間
収
入
源
を
絶
た
れ

る
と
生
活
で
き
な
く
な
る
こ
と
を

考
え
る
と
結
局
辞
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

学
費
は
奨
学
金
を
借
り
た
ら
良
い

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
「
奨
学
金
制
度
」
も

た
い
へ
ん
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
い
ま
大
学
生
の
過

半
数
が
奨
学
金
を
利
用
し
て
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
７
割
が
日
本
学
生

支
援
機
構
の
貸
与
型（
利
子
あ
り
）の

奨
学
金
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
大
学
を
卒
業
し
た
ら
何
年
も
か

け
て
利
子
付
き
で
返
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
返
済
の
こ
と

を
考
え
て
借
入
額
を
抑
え
、
バ
イ
ト

で
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
生
が

い
る
の
で
す
。

続
い
て
、
権
利
教
育
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

ア
ル
バ
イ
ト
で
も
有
休
が
取
れ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
即
日
解

雇
は
違
法
な
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す

か
？
労
働
三
権
（
団
結
権
、
団
体
交

渉
権
、
争
議
権
）
を
知
っ
て
い
ま
す

か
？
労
働
組
合
に
関
す
る
知
識
も
、

労
働
基
準
法
な
ど
の
労
働
者
を
守
っ

て
く
れ
る
知
識
も
、
大
学
で
労
働
法

の
授
業
を
と
ら
な
け
れ
ば
ほ
ぼ
学
ぶ

機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
、「
自
己
責
任
論
」が
根
強

い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
奨
学
金

の
返
済
が
苦
し
い
と
か
、
ア
ル
バ

イ
ト
で
勉
強
を
す
る
時
間
が
な
い
な

ど
の
問
題
は
、
個
人
の
努
力
で
克
服

す
べ
き
で
あ
っ
て
、
個
人
の
責
任
で

あ
っ
て
社
会
の
問
題
で
は
な
い
、
と

の
意
見
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
本

当
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
？
教
育

を
受
け
る
た
め
に
借
金
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
必
死
で
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

は
本
人
だ
け
の
問
題
で
し
ょ
う
か
。

社
会
全
体
が
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

�

４
．
ま
と
め

ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
な
意
見
が
あ
り
ま
す
。「
ア
ル
バ

イ
ト
な
ん
だ
か
ら
辞
め
れ
ば
い
い

だ
ろ
う
」、「
働
く
の
は
し
ん
ど
い
こ

と
な
ん
だ
」、「
遊
ぶ
た
め
の
お
金
が

欲
し
い
だ
け
だ
ろ
」
と
言
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
辞
め
た

く
て
も
辞
め
ら
れ
な
い
学
生
が
多
い

の
で
す
。
Ｍ
さ
ん
も
そ
の
例
で
し
ょ

う
。
決
し
て
裕
福
で
は
な
い
家
庭
の

Ｍ
さ
ん
は
奨
学
金
で
学
費
を
ま
か
な

い
、
学
校
生
活
に
か
か
る
他
の
費
用

は
バ
イ
ト
代
か
ら
捻
出
し
て
い
ま
し

た
。
も
し
バ
イ
ト
を
辞
め
た
ら
学
校

に
行
く
た
め
の
交
通
費
は
ど
う
し
た

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
働

く
こ
と
は
た
し
か
に
し
ん
ど
い
こ
と

で
す
が
、
学
業
に
支
障
を
き
た
す
ほ

ど
の
働
き
方
を
学
生
に
さ
せ
て
、
仕

事
内
容
は
社
員
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
の
に
給
料
は
安
く
、
責
任
ば
か

り
押
し
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
た

と
え
遊
ぶ
た
め
だ
け
の
お
金
を
稼
い

で
い
る
学
生
が
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
人
が
辞
め
た
く
て
も
辞
め
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
問
題
な
の

で
す
。

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
バ
イ
ト
が
ブ

ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ア
ル
バ
イ
タ
ー
の
権
利

な
ど
も
ち
ゃ
ん
と
保
障
し
て
く
れ
る

職
場
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
に
引
っ
か

か
ら
な
い
よ
う
に
用
心
す
る
に
越
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
に
引
っ
か
か
っ
た

ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
の
知
識
を
身

に
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
労
働
組

合（
ユ
ニ
オ
ン
）が
味
方
に
な
っ
て
く

れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る

だ
け
で
も
か
な
り
違
い
ま
す
。
そ
し

て
、
な
ぜ
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
が
う
ま

れ
て
し
ま
う
の
か
、（
学
生
だ
け
で
な

く
雇
用
者
も
）
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
に

頼
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
働
き
方
が

う
ま
れ
る
社
会
に
疑
問
を
持
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。

も
し
、
バ
イ
ト
な
ど
で
困
っ
た
こ

と
が
あ
れ
ば
、
一
人
で
悩
ま
ず
労
働

組
合
な
ど
に
相
談
し
て
下
さ
い
。
皆

さ
ん
、
楽
し
く
充
実
し
た
学
生
生
活

を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
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読 書 案 内
壊れる男たち 
—セクハラはなぜ繰り返されるのか—
金子雅臣著
岩波新書

東京都で長年にわたり労働相談の仕事に従事する一方、社会派のルポライターとして活躍し
ている著者が、本書では、職場のセクシャルハラスメント（セクハラ）について、具体的な事例
の紹介と分析を行っている。近年、セクハラに関するトラブルは激増しており、どの職場や学
校も、この問題と無縁ではいられない。本書の前半では、加害者と被害者に対する具体的なイ
ンタビューから、普通の社会人が、加害者として独善に陥ってゆく様が生々しく描かれる。そ
の様はまさに「壊れる」と形容するに相応しい。本書の後半では、なぜセクハラが起こるのか、
繰り返されるのかについての分析が行われる。本書に登場する加害者は全て男性であるが、日
本社会に根付く、男性優位、男の放埒な性を許容する環境が、背景として指摘される。しかし、
そのような一般的な背景があったとしても全ての男性がセクハラの加害者になるわけではな
い。セクハラを「する男」と「しない男」の分岐点は、性的放埒が許されなくなっている社会認識
の変化を直視し理解できるか否かにかかっている。バブル期以降日本社会に進行する「職場の
モラルダウン」が、普通の男を、セクハラをする男へと「軽く肩を押す」と指摘する。本書を読
んでいて絶望的な気分になるのは、セクハラを「する男」の救い難い意識の貧困さ、問題に対す
る認識の低さである。「する男」は本書など手に取らないであろう。せめて「しない男」に本書を
読んでいただき、「する男」にならないよう意識していただくしかない。
�

坪田　誠�（理学研究科　教授）

職場を変える秘密のレシピ47
アレクサンドラ・ブラッドベリー／マーク・ブレナー／ジェーン・スロータ著
菅俊治／山崎精一監訳
日本労働弁護団 2018年

この本の原書は、2016年に、アメリカのレイバー・ノーツ（Labor Notes）という団体が発行したもの
である。レイバー・ノーツは、1979年に、「労働運動に運動を取り戻す」をスローガンに設立され、月刊誌
を発行し、ウェブサイトを運営し、労働者向けの労働教育プログラムを実施するなどしている団体である。

「労働運動に運動を取り戻す」というスローガンには、既存の労働運動に対する反省が込められており、設立
から40年余り、レイバー・ノーツは、市民団体との連携など様々な手段を通じ、労働運動の再構築を試み
てきた。その試みの中で蓄積された、職場をもっとよくする、職場を変えていくための様々なノウハウがま
とめられたのが、本書である。

本書では、職場の善し悪しは、職場における経営側と労働者の力関係で決まるとの考えを基本に置いてい
る。そして、どうすればその力関係を変えることができるのか、使用者と対等に交渉できるレベルに職場の
労働者を組織化するにはどのようなステップを踏むべきなのか、その方法論を体系的に整理している。本書
は、労働者側で活動する弁護士の団体である「日本労働弁護団」がレイバー・ノーツと交流する中で、有志弁
護士から本書の翻訳が企画され、菅俊治弁護士を中心とする翻訳チームによって作成された日本語版である。

わが国の憲法は、28条において、労働者の団結権、団体交渉権、争議権を、憲法上の権利として保障し
ている。国際比較で見て、この労働三権が憲法上の権利にまで高められていることは異例といえる。しかし、
これだけ強い権利が認められているにもかかわらず、わが国の多くの労働現場で、労働組合が主体となって
よりよい職場を構築することができているのかといえば、疑問符がつく。まさに、「労働運動に運動を取り戻
す」というスローガンは、わが国においても当てはまるものといえる。本書で述べられる様々なノウハウは、
多くの働く人たち、特に労働組合関係者や、これから労働運動を志すという方に役立つものであり、是非読
んでいただきたいと思う内容である。
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労働と人権6
ディスガイズド・エンプロイメント 
—名ばかり個人事業主
脇田滋編著
学習の友社 2020年

「ディスガイズド」とは、隠蔽、偽装という意味。つまり、「ディスガイズド・エンプロイメ
ント」を直訳すると、「偽装雇用」という意味になる。

多くの人は、自身が経営者として事業を行い収入を得るのではなく、どこかの会社や公共
機関に雇用されて、そこで働いて給料をもらい、その給料で生活している。その契約関係は、

「労働契約」と呼ばれ、その一方当事者である、働いて給料をもらう立場にある者は、「労働者」
と呼ばれる。労働者は、雇い主から支払ってもらう給料が生活の基盤であり、それを支払っ
てもらえなければ生活が成り立たなくなる（経済的従属性）ことや、契約上の債務が「雇い主
の指揮命令に従って働く」ことを内容とすること（人的従属性）から、大部分は雇い主に比べ
弱い立場にある。労働基準法や、最低賃金法といった「労働法」は、労働条件の最低基準を定
めることで、雇い主に従属せざるを得ない立場にある労働者が人間らしい生活を送れるよう、
労働契約に対し規制をかけている。法定労働時間制限や、時間外労働があった場合の残業代
支払いの義務付けなどがその典型である。

労働法による規制は、労働者を安く使って儲けたいと考える雇い主からすれば、「鬱陶しい」
ものとなる。そこで、雇い主が労働法の規制を免れるための方便としてよく用いられる手段
が、「労働契約」ではなく、契約の形だけ「委託契約」や「請負契約」というものにしてしまい、労
働法が適用されない契約であるかのように偽装する、というものである。

本書の前半では、料理配達、布団販売、電気計器工事、英語講師など、労働者性があると
考えうる働き方であるが、「労働契約」の形式がとられていないために、残業代が支払われな
かったり、事故に遭っても労災保険が適用されなかったりなどの様々な問題が生じている実
例について、その当事者からの報告が収録されている。そして本書後半は、このような問題
に立ち向かうために、「労働者」概念をどう捉えるべきなのかについて、脇田滋龍谷大学名誉教
授が、国際基準に基づき解説している。

今の政府は、「雇用によらない働き方」「雇用類似の働き方」を推奨する政策をとっている。し
かし、「雇用ではない」「労働者ではない」ということになれば、当該働き手は労働法による保
護を受けることができない。本書は、雇用によらない働き方の危険性、問題点を明らかにし、
その問題への対抗手段も提示してくれるものであり、多くの方に読んでいただきたいもので
ある。
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