
進

　

行

　

す

　

る

　

〟

　

差

　

別

分

対

　

決

　

す

　

る

　

労

断

　

〃

　

支

　

配

　

と

働

　

者

　

運

　

動

　

を
中
　
河
　
友
　
（
北
西
地
域
労
研
）

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
石
油
危
機
以
降
の
際
限
の
な
い
イ
ン
フ
レ
、
独
占
資
本
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
た
物
不
足
等
の
中
で
、
既
成
政
治
に
対
す
る
不
信
・
不
満
は

様
々
の
形
で
流
れ
出
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
様
々
な

潮
流
が
様
々
な
模
索
を
開
始
し
っ
つ
あ
る
。
＜
権
力
V
の
あ
り
よ
う
を
如
実

に
元
し
た
田
中
金
権
政
治
へ
の
一
般
的
な
不
信
（
世
論
調
査
に
見
ら
れ
る
内

閣
支
持
率
の
極
度
の
低
下
）
　
は
、
支
配
機
構
の
か
ら
く
り
の
ー
端
を
か
い
凄

見
せ
た
に
す
ぎ
な
い
　
「
文
春
」
事
件
に
よ
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
し
て
印
象

づ
け
ら
が
よ
う
し
、
ま
た
操
業
短
縮
・
人
員
整
理
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て

い
る
経
済
状
況
の
混
乱
も
、
既
成
政
治
離
反
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
つ
か
見
た
悪
夢
＝
遵
奉
主
義
経
済
最
大
の
弱
点
＝
恐
慌
ほ
お
ぴ
え
ろ
感

覚
の
中
で
、
既
成
政
治
．
労
働
戦
線
は
、
社
会
境
飛
鳥
田
一
雄
横
浜
高
菜

集
約
さ
れ
る
∧
地
方
か
ら
中
央
へ
V
A
革
新
首
都
圏
に
よ
る
中
央
政
府
の
包

囲
を
V
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
構
造
改
革
派
の
領
袖
長
洲
二
一
の
神
奈
川

県
知
事
選
登
場
に
成
功
し
た
。
七
四
年
国
民
春
闘
か
ら
七
夕
選
挙
と
呼
ば
れ

た
参
院
選
を
経
て
七
〇
年
代
に
お
け
る
政
権
構
想
を
展
望
し
た
境
成
労
働
戦

線
は
、
七
五
年
春
闘
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
従
来
よ
り
は
積
極
的
な
意
味
を
こ

め
て
瓜
統
一
地
方
選
に
お
け
る
革
新
勝
利
V
と
、
さ
ら
に
は
∧
自
民
党
内
閣

打
倒
V
を
か
か
げ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
我
々
は
、
ど
の
よ
う
に
現
状
を
認
識
し
、
い

か
な
る
方
向
へ
と
闘
い
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
労
働
者
階
級
が
、
帝
国
主
義
本
国
の
労
働
者
と
し
て
、
い
わ
ば
革

命
の
主
体
た
り
え
な
い
と
い
ぅ
主
張
　
（
単
純
で
馬
鹿
げ
て
い
る
と
い
え
は
そ

れ
ま
で
だ
が
）
　
が
今
で
も
聞
か
れ
る
。
た
し
か
に
日
本
の
労
勘
考
は
、
世
界

的
な
産
業
分
業
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
の
経
済
的
構
造
に
お
い
て
は
、
了
．
シ
了

の
労
勘
考
の
筏
笹
の
上
に
現
状
を
維
持
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

る
ま
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
短
絡
的
に
帝
国
主
義
本
国
に
お
け

る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
任
務
を
放
棄
し
、
既
得
権
と
し
て
あ
る
組
織
労
勘

考
の
生
活
権
の
防
衛
と
い
わ
ゆ
る
　
（
狭
義
の
）
物
と
り
闘
争
＝
．
ハ
タ
ー
ン
化

し
た
春
聞
及
び
第
二
春
闘
と
称
さ
れ
ろ
秋
閲
に
自
足
す
る
の
は
誤
曇
り
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

我
々
は
、
帝
国
主
義
本
国
た
る
日
本
に
お
け
る
労
勘
考
と
し
て
、
日
本
で

の
、
安
々
の
日
常
に
あ
る
労
鴎
者
の
分
断
・
差
別
の
実
態
を
い
さ
一
度
兄
を



わ
め
つ
つ
、
休
火
山
と
化
し
て
い
る
労
勘
考
の
闘
い
を
発
展
さ
せ
な
く
て
蹟

な
ら
な
い
の
発
。

「
　
第
三
回
全
労
交
に
お
け
る
基
調
問
題

一
九
七
四
年
九
月
二
十
一
～
二
十
一
二
日
、
全
国
の
闘
う
労
勘
考
約
一
千
名

の
結
集
を
得
て
、
「
第
三
国
全
国
労
勘
組
合
活
動
交
流
集
会
』
が
東
京
に
お

い
て
開
催
さ
れ
た
。

そ
の
全
労
交
集
会
の
初
日
で
あ
る
二
十
一
日
に
は
、
半
日
を
つ
い
や
し
て
、

集
会
基
調
分
散
会
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
第
一
回
集
会
（
七
二
年
）
　
－

全
体
集
会
で
の
事
務
局
か
ら
の
基
調
提
起
の
み
　
－
、
第
二
回
集
会
（
七
三

年
）
　
－
　
事
前
に
作
成
さ
れ
た
基
調
の
車
務
局
原
案
を
「
実
行
委
ニ
ュ
ー
ス
」

に
掲
載
し
て
全
国
討
議
を
は
か
ろ
が
、
集
会
前
に
提
示
さ
れ
た
意
見
は
少
数

－
　
と
い
ぅ
こ
れ
ま
で
の
∧
基
調
V
の
取
り
扱
い
か
ら
比
べ
る
と
、
瓜
事
務

局
素
案
の
作
成
－
各
種
集
会
・
会
議
等
で
討
議
l
ブ
ロ
ッ
ク
別
代
表
者
会
議

に
よ
る
討
議
↓
実
行
委
ニ
ュ
ー
ス
へ
の
掲
載
－
全
国
討
議
V
を
経
て
、
集
会

初
日
は
全
員
参
加
は
よ
る
分
散
討
論
集
会
を
設
定
し
て
討
議
さ
れ
た
今
回
の

集
会
基
調
作
成
が
、
い
か
に
今
集
会
中
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
の
か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
回
集
会
は
、
「
帝
国
主
義
支
配
構
造
を
打
破
す
る
階
級
的
労
動
運

動
の
戦
線
構
築
」
を
基
本
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
、
こ
の
た
め
、
「
闘
争
の

質
的
共
有
化
か
ら
、
路
線
化
の
追
求
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、

「
交
流
体
か
ら
運
動
体
」
　
へ
の
発
展
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
基
調
原
案
ま
え
が
さ
）

基
調
の
作
成
に
関
し
て
は
、
事
前
討
議
の
段
階
を
含
め
、
諸
々
の
対
案
お

よ
び
提
言
の
提
起
に
よ
り
、
百
家
争
鳴
の
状
況
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
七

四
年
国
民
若
聞
及
び
参
院
選
の
総
括
に
端
を
発
し
た
論
争
は
、
労
勘
運
動
に

お
け
る
路
線
的
方
針
に
ま
で
及
ん
だ
。

七
四
年
春
闘
が
、
史
上
最
大
規
模
の
ゼ
ネ
ス
ト
の
実
現
と
し
て
闘
わ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
〝
国
民
春
闘
〟
　
と
し
て
構
造
化
さ
れ
、
「
『
社

会
的
弱
者
」
の
要
求
と
そ
の
闘
い
を
『
弱
者
救
済
塾
」
に
構
造
化
し
」
　
て
し

ま
い
、
そ
の
代
行
主
義
的
対
応
は
、
闘
い
の
主
体
的
発
展
を
追
求
す
る
方
向

へ
で
は
な
く
、
そ
の
『
弱
者
救
済
」
の
代
行
主
義
を
、
「
自
ら
の
本
工
主
義

的
賃
金
闘
争
の
補
完
物
化
」
す
る
と
と
も
に
、
労
勘
考
内
部
の
差
別
・
分
断

を
含
め
た
本
工
主
義
的
限
界
を
露
呈
し
た
。

〝
基
調
原
案
〟
は
さ
ら
に
、
「
四
月
ゼ
ネ
ス
ト
の
〝
貫
徹
〟
は
、
一
方
に

お
い
て
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
発
揮
が
体
制
枠
内
で
既
成
組
織
の
統
制
の
も
と
に
管
理
さ
れ
て
実
現
さ
れ

た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
体
制
の
強
化
を
も
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
支
配
体

制
は
、
こ
の
七
四
国
民
春
闘
を
媒
介
は
し
て
体
制
安
定
化
を
一
歩
進
め
だ
と

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
の
上
に
「
個
別
闘
争
の
深
化
－
職
場
秩
序
の
解

体
お
よ
び
既
成
戦
線
と
の
『
組
織
線
山
　
を
労
活
組
織
の
さ
ら
な
る
強
化
を
通

し
て
獲
得
す
る
こ
と
」
を
擾
起
し
、
そ
の
　
『
組
織
線
」
を
通
じ
て
、
新
た
な

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
形
成
を
め
ざ
す
こ
と
を
呼
び
か
け
て
結
ん
で
い
ろ
。

こ
の
素
案
は
対
し
、
様
々
な
「
対
案
」
　
「
提
言
」
が
な
さ
れ
た
が
、
我
々

が
、
も
っ
と
も
問
題
と
し
、
厳
し
く
批
判
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戸
村
選

挙
を
推
進
し
た
一
部
の
関
係
者
か
ら
の
「
対
案
」
で
あ
る
。

こ
の
「
対
案
」
は
、
「
新
た
な
政
治
情
勢
に
対
応
す
る
」
　
『
統
一
戦
線
的

政
治
潮
流
の
形
成
』
を
主
張
し
て
い
る
。
あ
る
諸
君
は
、
市
川
・
青
島
・
野
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坂
に
一
杯
さ
れ
る
先
の
参
院
選
で
の
大
量
得
票
を
も
っ
て
、
大
衆
の
大
流
動
へ

向
か
っ
て
の
始
動
で
あ
る
と
さ
え
す
る
。
「
対
案
」
　
の
立
場
は
一
貫
し
て
政

治
主
義
約
・
滴
算
主
義
的
立
場
で
あ
る
。
総
評
が
現
象
的
に
左
傾
化
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
基
本
的
に
二
千
万
の
労
勘
考
を
排
除
、
否
、
切
り
す
て
る
こ

と
に
依
っ
て
た
つ
企
業
別
＝
従
業
員
組
合
に
、
労
働
者
の
未
来
を
あ
す
け
る

事
は
出
来
な
い
。
「
総
評
が
ラ
ジ
カ
ル
化
し
た
と
の
評
価
の
上
に
、
も
は
や

総
評
を
割
る
必
然
性
が
な
く
な
り
、
そ
れ
が
焦
眉
の
課
題
と
な
ら
な
い
時
期

の
『
労
働
者
の
政
治
」
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
戸
村
選
挙
を
、
あ
る
と
さ
は

金
芝
河
闘
争
を
と
政
治
主
義
的
に
渡
り
歩
く
対
応
は
全
く
誤
り
で
あ
る
。
」

と
い
ぅ
、
「
対
案
」
に
対
す
る
一
部
の
諸
君
の
批
判
は
全
く
正
し
い
。
そ
れ

は
反
戦
・
全
共
闘
運
動
を
敗
北
に
導
い
た
〝
新
左
翼
八
派
政
治
〟
の
再
現
で

し
か
な
い
。

し
か
し
、
「
素
案
・
原
案
」
も
根
本
的
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ

は
、
半
分
を
情
勢
分
析
に
あ
て
な
が
ら
、
「
春
闘
－
参
院
選
」
の
中
か
ら
の

み
情
勢
の
特
徴
を
見
、
石
油
危
機
と
そ
の
波
及
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
既
成
労
組
を
御
用
労
組
と
既
成
左
派
組
合
と
に
分

け
、
後
者
は
『
主
体
の
力
量
の
如
何
に
よ
っ
て
は
再
編
の
可
能
性
が
存
在
す

る
』
　
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
一
般
論
で
し
か
な
い
。
従
業
員
組
合
－
企
業
別
労
組
の

根
底
そ
の
ー
も
の
を
く
つ
か
え
さ
ぬ
か
き
り
、
〝
帝
国
主
義
を
打
破
す
る
階
級

的
労
働
連
動
〟
は
、
日
本
の
現
在
の
産
業
と
労
働
の
構
造
の
中
で
は
不
可
能

だ
ろ
う
。
産
別
志
向
へ
の
批
判
抜
き
に
企
業
別
労
組
へ
の
批
判
も
ま
た
不
可

能
で
あ
る
。二

、
進
行
す
る
〝
差
別
・
分
断
〟
支
配

七
四
年
春
闘
の
『
弱
者
救
済
』
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
支
配
階
級
に
よ
る

〝
差
別
・
分
断
〟
支
配
へ
の
一
定
の
批
判
の
意
味
を
も
ち
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
代
行
主
義
的
対
応
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
結
局
は
「
本
工
的

物
と
り
闘
争
』
の
補
完
物
と
し
て
し
か
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に

触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
組
織
労
働
者
が
夫
組
織
労
働
者
を
、
既
成
大
労
組
が
弱
小
労
組

を
代
行
し
て
闘
う
と
い
う
こ
と
に
終
始
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
既
成
労
組

の
賃
金
闘
争
の
瓜
免
罪
符
V
と
し
て
の
補
完
物
に
し
か
な
り
え
ず
、
ひ
い
て

は
、
支
配
階
級
の
差
別
・
分
断
支
配
の
構
造
を
補
完
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

いる。第
三
回
全
労
交
は
、
そ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
集
会
の
第
七
分
科
会
を
「
差

別
・
分
断
と
の
闘
い
」
　
と
し
て
設
定
し
た
。

第
三
回
全
国
労
組
活
動
交
流
集
会
が
設
定
し
た
基
本
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
帝

国
主
義
支
配
構
造
」
を
打
披
し
て
「
階
級
的
労
働
運
動
の
戦
線
」
を
構
築

し
て
い
く
と
い
ぅ
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
日
に
日
に
よ
り
巧
妙
に
搾
取
、
収

奪
を
推
し
進
め
る
た
め
に
抑
圧
・
弾
圧
体
制
を
強
化
し
っ
つ
け
る
彼
ら
の

差
別
・
分
断
支
配
の
論
理
、
構
造
を
ど
う
ぶ
ち
破
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

（
第
七
分
科
会
レ
．
シ
ュ
メ
）

そ
し
て
、
レ
．
シ
ュ
メ
は
こ
う
続
け
て
い
る
。
「
そ
れ
は
単
に
笹
本
、
権
力

と
の
対
決
・
坑
争
に
と
と
ま
る
の
で
は
な
く
、
既
に
濱
本
の
走
狗
と
な
り
は

て
、
資
本
の
差
別
・
分
断
支
配
を
助
長
し
っ
づ
け
て
い
る
既
成
労
組
指
導
部

票
房
芳
虜
連
動
と
の
対
決
・
格
闘
な
し
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
達
成
さ



（3）製造業・労械・男女別賃金格差73年

男　117946円A

女　58，049円B

男　　93，802円C

女　45，254円D

B／4　492％

D／／／C　4829b

q／A　795％

D／B　780％

管理・事務・技術労働者

生　産　労　働　者

男に対する女の割合

管理技術と生産労働者

（5）労災数　72年

変数　　　強度率
1000人以上　　　205　　　040

500・－999人　　　396　　　　055

300・、一499人　　　　580　　　　052

100－299人　　　　903　　　　067

30－　99人　　1418　　　　089

（1）企業規模別組合数“組合員数

（民間企業）70年

組合数　　　組合員数

1，000人以上11，904　　4，793，364

500－999人　　2，994　　　742，885

100－499人11．355　1，439，240

30・－999人10，048　　　411，191

29人以下　　4，479　　　60，079

（2〉　製造業の規模別給与平均　73年

500人以上　　135，405円　　100　％

100－499人　111，016円　　　82　％

30－　99人　　　95，962円　　　709％

5－　29人　　　82，322円　　　608％

（4）製造業＝常用に対する日雇との格差　73年　（6）労災

，。。＿。。。人。脇　規樹　3筋　道　船　震度警諾

6窪5器署。75㌔々驚誓％　化学工業　震度警結
零細企業（l小4人）平均賃金門年51，616円　鉄　鋼　震度警諾

－5－

れ
な
い
」
　
と
。

こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
資
本
・
権
力
お
よ
び
既
成
労
働
と
兵
に

対
決
し
う
る
も
の
と
し
て
、
企
業
主
義
・
本
工
主
義
と
訣
別
し
た
労
働
者
の

自
主
組
織
と
し
て
の
地
域
労
働
組
合
連
動
の
位
置
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
産
業
別
・
職
域
別
に
基
礎
を
お
く
労
働
者
の
垂
直
組
織
で
あ
る
企
業

別
労
組
は
、
労
働
者
の
水
平
的
共
闘
へ
の
志
向
を
凍
結
し
、
漆
本
お
よ
び
権

力
の
労
働
者
に
対
す
ろ
差
別
・
分
断
支
配
を
そ
の
ま
ま
構
造
化
し
て
、
真
に

階
級
的
共
闘
を
な
し
ぅ
ろ
組
織
と
し
て
は
機
能
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
地

域
労
働
組
合
運
動
に
つ
い
て
は
、
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
』
誌
上
に
お
い
て
触
れ
て

さ
た
し
、
今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
触
れ
て
行
き
た
い
。
）

表
に
掲
げ
た
数
字
は
、
差
別
・
分
断
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て
前
出
レ

ジ
ュ
メ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

一
九
五
五
年
以
降
の
「
高
度
経
済
成
長
」
の
中
で
、
職
員
層
の
急
激
な
増

大
、
作
業
長
制
度
の
導
入
等
に
よ
る
現
場
組
織
の
再
編
成
と
新
た
な
職
制
層

の
登
場
に
よ
る
階
層
分
化
、
加
え
て
職
務
給
の
導
入
に
よ
る
賃
金
格
差
の
増

大
に
よ
っ
て
労
働
者
の
競
争
・
分
断
が
進
行
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
殺
術
革

新
と
経
営
の
近
代
化
は
、
独
占
大
企
業
内
労
働
者
の
階
層
分
化
の
み
な
ら
ず
、

中
小
零
細
企
業
の
「
系
列
化
」
　
「
下
請
化
」
を
促
進
し
、
そ
の
労
働
者
を
最

下
層
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
臨
労
・
季
節
工
、
未
組
織
労
働

者
を
最
も
多
く
含
む
層
こ
そ
、
超
イ
ン
フ
レ
と
不
況
・
合
理
化
の
中
で
ま
っ

さ
き
に
切
り
す
で
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

帝
国
主
義
と
対
決
す
る
労
働
者
運
動
は
、
具
体
的
に
こ
の
差
別
と
分
断
支

配
と
対
決
し
え
な
い
限
り
前
進
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

率
％
．
％
．
％
′
　
％
′
　
％
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・
。
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