
�大
き
い
賃
金
の
男
女
格
差
�

　
日
本
の
雇
用
労
働
者
の
賃
金
の
男
女
格
差
は
、

先
進
国
の
中
で
最
も
大
き
く
、
国
連
の
女
性
差

別
撤
廃
委
員
会
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）

か
ら
、
何
度
も
賃
金
の
男
女
格
差
を
解
消
す
る

よ
う
に
と
、
勧
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
パ
ー
ト
を

除
い
て
も
、
き
ま
っ
て
支
給
す
る
賃
金
の
男
女

格
差
は
六
六
・
五
％
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
女
性
の

時
間
当
り
賃
金
は
、
一
般
女
性
労
働
者
の
時
間

当
り
賃
金
の
六
四
・
九
％
で
、
こ
の
格
差
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
増
え
る
に
つ
れ
て
ど
ん
ど
ん

拡
大
し
、
昭
和
五
十
五
年
に
は
七
六
・
二
％
だ

っ
た
も
の
が
平
成
十
四
年
に
は
六
四
・
九
％
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
賞
与
を
除
い
た
賃
金

の
格
差
で
す
が
、
賞
与
を
入
れ
る
と
、
五
四
％

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
�

　
働
く
女
性
が
増
え
た
と
い
っ
て
も
、
こ
ん
な

に
低
い
賃
金
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ば
か
り
が
増
え

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
出
産
・
子
育

て
後
の
女
性
が
再
就
職
し
た
い
と
思
っ
た
と
き
、

パ
ー
ト
し
か
な
い
の
が
実
情
で
あ
り
、
か
り
に

正
社
員
の
就
職
口
が
あ
っ
て
も
、
残
業
や
転
勤

が
あ
り
、
子
育
て
し
な
が
ら
働
く
の
は
無
理
だ

か
ら
で
す
。
�

�ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
�

　
会
社
は
、
家
事
や
子
育
て
し
て
い
る
女
性
は

一
人
前
の
働
き
が
で
き
な
い
か
ら
、
パ
ー
ト
で

安
い
賃
金
で
当
り
前
と
言
い
ま
す
。
�

　
で
も
、
家
事
や
育
児
・
老
人
介
護
（
こ
れ
ら

を
ひ
っ
く
る
め
て
家
事
労
働
と
言
い
ま
す
）
、

そ
れ
に
地
域
の
活
動
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
社
会

は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
外
で
働
い
て
賃
金
を
も

ら
う
社
会
的
労
働
も
必
要
で
す
が
、
家
事
労
働

も
負
け
な
い
く
ら
い
重
要
で
す
。
こ
の
大
事
な

仕
事
を
、
こ
れ
ま
で
全
部
女
性
に
無
償
で
担
わ

せ
て
き
て
、
こ
の
社
会
は
成
り
立
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
を
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
と
言
い
ま
す
。

会
社
も
、
女
性
が
子
ど
も
を
産
み
、
育
て
な
け

れ
ば
次
の
労
働
力
を
確
保
で
き
な
い
の
に
、
女

性
は
家
事
や
子
育
て
を
す
る
の
だ
か
ら
と
、
再

就
職
の
女
性
を
安
く
、
し
か
も
不
安
定
な
期
限

づ
き
の
雇
用
で
使
い
捨
て
に
し
て
き
た
の
で
す
。
�

　
再
就
職
の
女
性
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新

卒
の
女
性
に
対
し
て
も
、
女
性
は
ど
う
せ
結
婚

や
出
産
で
辞
め
る
の
だ
か
ら
、
単
純
・
補
助
業

務
に
し
か
つ
け
な
く
て
も
い
い
と
、
会
社
は
女

性
を
仕
事
や
昇
進
で
差
別
し
、
賃
金
の
男
女
格

差
を
拡
大
し
て
き
ま
し
た
。
�

　
結
局
、
女
性
に
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
を
負
担

さ
せ
る
こ
と
で
、
職
場
の
男
女
差
別
は
維
持
さ

れ
て
き
た
の
で
す
。
女
性
の
側
で
も
、
結
婚
・

出
産
は
大
事
だ
か
ら
、
男
性
と
同
じ
よ
う
に
働

け
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
も
事

実
で
す
が
、
そ
れ
は
女
性
の
職
業
意
識
が
低
い

か
ら
で
し
ょ
う
か
。
�

�男
性
の
働
き
方
�

　
今
の
男
性
の
働
き
方
は
大
変
で
す
。一
か
月

当
り
の
残
業
が
八
〇
時
間
を
超
え
る
男
性
の
割

合
が
こ
の
十
年
間
に
増
え
続
け
、
昨
年
二
一
・
四

％
と
な
り
、
と
く
に
子
育
て
期
の
三
十
代
前
半

で
は
二
七
・
一
％
と
、
四
人
に
一
人
に
な
り
ま

し
た
。
月
八
〇
時
間
の
残
業
は
厚
生
労
働
省
が

労
災
認
定
基
準
で
過
労
死
と
の
因
果
関
係
が
強

い
と
し
た
時
間
で
す
。
こ
う
い
う
働
き
方
で
は
、

家
事
や
育
児
を
担
う
ど
こ
ろ
か
、
過
労
死
を
心

配
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
過
労
死
だ
け
で

な
く
働
き
過
ぎ
が
原
因
の
自
殺
も
増
え
続
け
て

い
ま
す
。
子
育
て
中
の
女
性
が
こ
ん
な
男
性
と

同
じ
よ
う
に
働
け
る
わ
け
は
な
く
、
こ
ん
な
働

き
方
を
し
た
く
な
い
と
思
う
の
も
当
然
で
す
。
�

　
過
労
死
す
る
ほ
ど
働
く
か
、
そ
れ
と
も
パ
ー

ト
で
低
賃
金
・
不
安
定
な
働
き
方
を
す
る
か
、

こ
の
二
つ
し
か
選
択
肢
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
お
か
し
な
こ
と
で
す
。
女
性
も
男
性
も
、

仕
事
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
な
が
ら
、
ゆ
と
り
を

も
っ
て
、
平
等
に
働
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
決
し
て
夢
物
語
で
は
な
く
、

世
界
の
流
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
を
除
い
て
、

そ
の
方
向
に
向
か
い
、
み
ん
な
が
努
力
し
て
い

る
の
で
す
。
�

�女
性
差
別
撤
廃
条
約
�

　
一
九
七
九
年
、
国
連
総
会
で
女
性
差
別
撤
廃

条
約
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
前

文
で
、
家
族
の
福
祉
や
社
会
の
発
展
に
対
す
る
�
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